
現
代
日
本
の
思
想
状
況
は
、
多
種
多
様
で
、
ひ
と
こ
と
で
論
じ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
儒
教
思
想
は
い
ま
な
お
今
日
の

人
ぴ
と
の
な
か
に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
関
係
に
お
い
て

つ
ね
に
教
訓
的
で
あ
り
、
し
か
も
、
日
本
の
資
本
主
義
体
制
を
補

完
す
る
思
想
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
問

題
意
識
に
も
と
づ
い
て
、
近
世
の
儒
学
思
想
を
再
検
討
し
て
み
た

く
思
い
、
以
下
に
お
い
て
、
近
世
儒
学
の
祖
で
あ
る
藤
原
裡
腐
の

研
究
史
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

①
 

藤
原
握
腐
の
先
覚
研
究
は
、
江
戸
時
代
で
は
、
『
学
問
源
流
』

②
 

や
『
先
哲
叢
談
』
に
み
ら
れ
る
。
明
治
以
降
に
お
い
て
も
、
井
上

③

④

 

哲
次
郎
氏
や
西
村
天
囚
氏
は
一
般
的
に
取
り
扱
わ
れ
、
昭
和
に
は

⑤
 

い
っ
て
か
ら
は
、
太
田
兵
三
郎
氏
が
基
礎
資
料
を
編
集
さ
れ
、
大

⑥
 

江
文
城
氏
は
、
日
本
儒
学
史
の
な
か
で
捏
窟
を
取
り
扱
わ
れ
た
。

⑦
 

敗
戦
後
は
、
和
島
芳
男
氏
や
『
行
状
』
的
思
想
史
研
究
を
是
正
さ

藤

原

恨

窟

研

究

史

⑧
、

れ
た
今
中
寛
司
氏
朝
鮮
儒
学
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
阿

⑨

R

 

部
吉
雄
氏
ら
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
最
近
で
は
、
金
谷
治
氏
の
研

究
が
あ
る
。

私
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
た
ど
る
に
際
し
て
、
自
ら
の
捏
窓
研

究
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
次
の
点
に
関
連
し
て
追
っ
て
み
る
こ
と

に
す
る
。
第
一
に
は
、
『
四
書
五
経
倭
訓
』
に
つ
い
て
、
第
二
は
、

排
仏
帰
儒
に
つ
い
て
、
第
三
は
、
恒
腐
の
学
問
あ
る
い
は
思
想
を

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
、
第
四
に
は
、
歴
史

的
に
ど
の
よ
う
な
評
価
付
け
が
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

捏
腐
の
『
四
書
五
経
倭
訓
』
は
、
慶
長
五
（
一
六

0
0
)
年
関

⑪
 

ヶ
原
の
戦
で
赤
松
広
通
が
失
脚
自
殺
し
た
た
め
、
刊
行
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
ま
た
恨
腐
加
点
の
原
本
も
現
在
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

⑫
 

た
だ
林
羅
山
の
「
新
板
五
経
白
文
点
本
跛
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
内

長

岡

麻

里

子
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容
の
性
格
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
四
書
五
経
倭
訓
』
に
関
し

⑬
 

て
、
『
先
哲
叢
談
』
で
は
、
捏
腐
が
朝
鮮
の
姜
坑
に
与
え
た
書
を

⑭
 

引
用
す
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
書
に
よ
る
と
、
赤
松
広
通
が
、
恒

腐
に
新
に
四
書
五
経
を
書
き
、
宋
儒
の
意
で
倭
訓
を
加
え
る
こ
と

を
請
う
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
が
宋
儒
の
意
で
倭
訓
を
加
え
た
最

初
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
井
上

氏
は
疑
い
を
も
た
れ
る
。
四
書
に
倭
訓
を
加
え
る
の
は
、
岐
陽
が

最
初
で
、
桂
惹
・
南
浦
が
修
正
し
て
恨
窓
に
伝
え
た
と
い
う
こ
と

ほ
史
的
事
実
で
あ
る
と
し
、
五
経
の
倭
訓
は
ま
だ
な
い
け
れ
ど

も
、
『
周
易
程
伝
本
義
』
は
す
で
に
南
浦
が
倭
訓
を
加
え
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
恨
腐
が
自
分
の
独
創
と
公
言
す
る
の
は
、
彼
の

⑮
 

一
生
の
過
失
で
あ
る
と
批
難
さ
れ
る
。
愧
席
が
、
文
之
点
盗
用
と

⑯
 

の
誹
謗
を
う
け
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
小
野
季
定
の
『
聞
書
』
に

は
じ
ま
る
。
つ
ま
り
『
聞
書
』
は
、
如
竹
の
説
と
し
て
、
裡
窓
の

新
注
書
の
加
点
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
捏
腐
が

渡
明
を
欲
し
て
薩
摩
の
正
龍
寺
に
寄
泊
し
た
際
、
文
之
の
論
語
集

註
の
訓
点
を
知
っ
て
、
こ
れ
を
も
ち
帰
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑰
 

『
聞
書
』
以
後
も
、
『
漠
学
紀
源
』
が
、
こ
の
説
を
支
持
し
、
西

⑱
 

村
天
囚
氏
も
『
漢
学
紀
源
』
を
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
『
漢
学
紀
源
』

巻
三
・
南
浦
の
項
に
は
、
文
禄
二
(
-
五
九
一
―
-
）
年
、
捏
腐
が
明

注
の
倭
点
を
学
ば
ん
と
欲
し
て
薩
摩
に
は
い
り
、
山
川
港
に
泊
っ

た
際
た
ま
た
ま
正
龍
寺
で
新
注
和
訓
を
授
け
る
を
知
っ
て
、
こ
と

ご
と
く
写
し
て
帰
っ
た
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
愧
腐
が
渡
明

を
決
意
し
て
薩
摩
に
は
い
っ
た
の
は
、
慶
長
元
(
-
五
九
六
）
年

⑲
 

の
こ
と
で
あ
る
し
、
『
聞
書
』
に
し
て
も
捏
窃
回
を
武
田
信
玄
の
鴻
儒

と
す
る
な
ど
の
誤
り
が
み
ら
れ
、
資
料
と
し
て
の
価
値
が
疑
わ
れ

⑳
 

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
南
航
日
記
残
簡
」
に
よ
る
と
、
山
川
港

で
は
官
人
野
間
口
内
蔵
助
邸
に
滞
在
し
て
お
り
、
『
聞
書
』
や

『
漠
学
紀
源
』
の
正
龍
寺
寄
宿
・
正
龍
寺
問
得
授
受
な
ど
は
、
全

く
の
虚
構
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
大
江
氏
は
、
「
室
町
期
以
降
、

京
洛
の
地
に
て
の
学
問
は
、
相
当
に
深
い
域
に
達
し
て
い
た
。
師

行
家
を
憚
っ
て
、
新
注
点
の
伝
承
が
な
い
丈
け
の
こ
と
で
あ
る
。
‘

新
注
書
の
流
布
と
、
そ
の
研
究
の
普
及
し
て
い
た
こ
と
は
、
到
底

⑪
 

薩
摩
な
ど
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
、
如
竹
や
季
定

が
、
恨
腐
の
文
之
点
盗
用
を
主
張
し
た
の
は
、
「
近
世
儒
学
蔚
典

の
源
を
、
自
国
学
者
首
偶
の
功
に
収
め
ん
と
し
た
為
で
あ
ろ
う
と

＠
 

お
も
は
れ
る
」
と
結
ん
で
お
ら
れ
る
。
太
田
氏
は
、
以
上
の
べ
た

⑳
 

大
江
氏
の
説
を
紹
介
し
支
持
さ
れ
て
い
る
。
和
島
氏
は
、
「
確
か

に
、
愧
裔
が
入
薩
後
、
山
川
に
滞
泊
す
る
に
至
る
間
に
、
か
の
薩

南
学
派
の
活
発
な
動
き
や
、
そ
の
活
動
の
所
産
た
る
文
之
点
か
ら

何
も
の
も
学
び
得
な
か
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
、
例
の
瓢
籟

説
を
ま
っ
た
＜
如
竹
門
下
の
学
派
的
偏
見
に
よ
る
誂
謗
と
斥
け
去

⑳
 

る
の
は
行
き
過
ぎ
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
し
て
、
大
江
氏
の

説
に
全
く
賛
同
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
四
書
五
経
全
部

に
一
貫
し
た
点
法
を
以
て
、
し
か
も
新
注
に
よ
る
和
点
を
施
し
た

の
は
確
か
に
当
時
の
盛
挙
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
、
「
思
う
に
恨
腐

の
新
注
学
は
そ
の
薩
南
学
に
負
う
と
こ
ろ
に
ま
た
こ
の
姜
流
か
ら

得
た
と
こ
ろ
を
加
え
て
一
層
円
熟
し
、
そ
こ
に
か
れ
の
四
書
五
経
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和
点
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い

る。
阿
部
氏
は
、
文
之
点
盗
用
説
が
大
江
氏
ら
に
よ
っ
て
全
く
の
誤

り
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
も
は
や
学
界
の
定
説
に
な
っ
て
い

る
と
さ
れ
、
従
来
の
盗
用
説
の
淵
源
を
推
測
す
る
上
に
、
新
た
な

⑮
 

資
料
を
提
供
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
正
斎
書
籍
考
」
巻
三
経

部
、
周
易
伝
義
の
条
下
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
資
料

に
よ
る
と
、
憚
腐
が
伏
見
で
「
五
経
跛
」
を
書
い
た
同
じ
年
月

に
、
同
じ
伏
見
で
、
僧
文
之
が
朝
鮮
本
『
周
易
伝
義
大
全
』
に
和

訓
を
加
え
て
い
た
事
実
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
阿
部
氏
は
、
こ
ん

な
と
こ
ろ
か
ら
誤
り
伝
え
ら
れ
て
盗
用
説
が
生
じ
た
も
の
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。

今
中
氏
は
、
捏
腐
の
『
四
書
五
経
倭
訓
』
は
、
王
朝
の
権
威
を

背
景
に
持
つ
師
行
家
の
家
学
に
対
抗
し
新
義
を
唱
え
た
こ
と
に
な

る
の
で
あ
っ
て
、
学
問
的
に
も
政
治
的
に
も
大
事
業
を
な
し
た
と

評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
赤
松
広
通
の
よ
う
に
、
戦
国
大
名
が
領
国

統
治
に
宋
学
を
も
っ
て
そ
の
指
導
理
念
と
し
て
い
る
こ
と
を
の
ペ

ら
れ
、
「
そ
れ
と
同
時
に
領
国
の
政
治
哲
学
は
一
方
に
お
い
て
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
を
持
ち
、
そ
の
故
に
領
国
国
家
の
独
立
と
自
己
主

張
が
文
物
制
度
学
問
の
上
で
も
独
特
に
し
て
か
つ
社
会
的
・
学
問

的
に
水
準
の
高
い
業
績
や
事
業
を
遺
す
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
限

り
に
お
い
て
憫
嵩
の
『
四
書
五
経
倭
訓
』
は
戦
国
時
代
に
お
い
て

は
政
治
的
・
社
会
的
・
文
化
的
に
洵
に
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い

⑳
 

た
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

排
仏
帰
儒
に
つ
い
て
は
、
従
来
林
羅
山
の
作
に
な
る
「
捏
腐
先

生
行
状
」
（
以
下
「
行
状
」
と
す
る
）
の
記
事
を
史
実
と
し
て
論

＠
 

じ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
今
中
氏
は
、
こ
の
「
行
状
」
主
義
の
思
想

史
を
批
判
さ
れ
、
梶
腐
の
排
仏
帰
儒
は
、
林
羅
山
の
創
作
で
あ
る

⑳
 

こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
「
行
状
」
に
よ
る
と
、
天
正
一
九

（
一
五
九
一
）
年
の
豊
臣
秀
次
に
よ
る
相
国
寺
で
の
詩
会
に
愧
窟

も
出
席
す
る
が
、
そ
れ
以
後
は
秀
次
の
招
き
に
応
じ
ず
、
そ
の
怒

り
に
ふ
れ
、
文
禄
二
（
一
五
九
―
―
-
）
年
に
は
、
豊
臣
秀
俊
に
従
っ

⑲
 

て
肥
前
名
護
屋
に
お
も
む
く
。
『
裡
腐
先
生
文
集
』
巻
三
に
も
、

怪
腐
は
秀
俊
に
つ
い
て
肥
前
名
護
屋
に
行
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
る

が
、
詩
の
中
に
自
ら
「
僧
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
な
お
禅
僧

と
し
て
の
社
会
的
職
能
身
分
を
捨
て
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
と

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
恒
腐
に
御
伽
衆
と
し
て
の
職
能
を
認
め
る

と
す
る
な
ら
ば
、
「
そ
の
身
分
は
『
行
状
』
に
い
う
排
仏
帰
儒
を

不
可
欠
の
条
件
と
す
る
必
要
が
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
歌
学
冷

泉
家
の
嫡
流
で
あ
り
相
国
寺
詩
僧
と
し
て
の
捏
腐
の
経
歴
は
御
伽

衆
と
し
て
最
も
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
行
状
」
は
、
前
述
の
天
正
一
九
年
の

記
事
に
つ
づ
い
て
、
慶
長
四
（
一
五
九
九
）
年
、
但
嵩
の
排
仏
帰

儒
宣
言
の
記
事
を
の
せ
て
い
る
。
羅
山
に
よ
る
「
行
状
」
の
捏
腐

像
の
創
作
に
つ
い
て
、
同
氏
は
、
羅
山
の
ひ
い
て
は
林
家
の
政
治

的
意
図
を
指
摘
さ
れ
る
。
元
和
・
寛
永
年
間
に
い
た
っ
て
林
家
が
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つ
ぎ
に
、
捏
腐
の
学
問
を
た
ど
る
と
、
『
学
問
源
流
』
以
来
、

「
宋
明
の
諸
家
を
貫
穿
し
て
之
れ
を
包
容
す
る
の
概
あ
り
し
を
以

⑳
 

て
純
然
た
る
朱
子
学
派
な
り
と
い
ふ
を
得
ず
」
、
「
折
衷
的
乃
至
綜

⑪

@
 

合
的
態
度
」
、
「
存
養
的
」
と
い
う
よ
う
に
、
広
汎
な
学
風
と
い
う

こ
と
が
い
わ
れ
て
き
た
。
『
学
問
源
流
』
で
は
、
学
問
は
正
大
で

あ
る
が
、
章
句
・
文
義
は
な
お
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
多
く
、

詩
・
文
は
和
風
を
免
が
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
捏
窟
の

学
問
を
守
っ
て
次
第
に
琢
磨
す
れ
ば
、
周
・
程
・
張
・
朱
の
純
粋

を
得
る
で
あ
ろ
う
と
し
、
「
伝
ヘ
テ
契
ナ
キ
学
問
ナ
リ
」
と
し
て

R

R

 

い
る
。
大
江
氏
や
太
田
氏
は
、
『
仮
名
性
理
』
で
も
っ
て
、
捏
嵩

の
神
儒
一
致
思
想
を
説
か
れ
て
い
る
が
、
現
在
『
仮
名
性
理
』
が

⑮
 

恨
窟
の
著
作
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
以
上
、
『
仮
名

四

実
質
的
に
幕
府
の
中
に
地
歩
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ

れ
以
後
排
仏
帰
儒
と
い
う
こ
と
が
歴
史
的
意
義
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
林
家
の
政
治
的
意
図
を
「
行
状
」
の
中

に
先
取
り
す
る
た
め
、
捏
腐
・
羅
山
の
「
行
状
」
が
林
家
の
人
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

林
家
が
捏
腐
を
羅
山
学
の
直
接
の
師
承
・
血
脈
と
し
、
恒
窟
を
偶

像
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
羅
山
学
の
権
威
づ
け
を
し
た
の
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
今
中
氏
は
、
愧
腐
は
排
仏
帰
儒
と
い
う
よ
う
な
二
者

択
一
は
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
、
結
論
と
し
て
、
排
仏
帰
儒
伝
説
を

否
定
さ
れ
て
い
る
。

性
理
』
を
資
料
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

和
島
氏
は
、
梱
腐
が
儒
学
の
師
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
が
、
か

れ
の
学
問
的
立
場
を
自
由
に
さ
せ
た
反
面
、
「
ま
た
か
れ
を
し
て

経
学
の
体
系
的
習
得
を
基
礎
と
す
る
応
用
の
オ
を
発
揮
せ
し
め
る

に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
か
の
諸
学
説
の
比
較
検
討
に

関
す
る
す
ぐ
れ
た
方
法
論
の
提
唱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恨
裔
が
諸

学
の
中
か
ら
選
択
し
て
最
も
尊
重
し
た
朱
子
学
に
基
づ
い
て
、
か

れ
自
身
の
注
釈
を
諸
経
に
下
す
に
及
ば
な
か
っ
た
所
以
も
そ
の
辺

に
見
い
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
、
そ
の
限
界

を
示
さ
れ
て
い
や

今
中
氏
の
い
わ
れ
る
「
存
養
」
と
は
、
「
広
い
古
典
研
究
と
そ

れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
広
い
人
間
的
教
養
を
意
味
す
る
も
の
で
、

こ
れ
を
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
的
と
い
う
な
ら
ば
、
恨
腐
に
は
自
然
・
人

生
哲
学
に
も
、
ま
た
陸
・
王
の
心
学
に
も
、
さ
ら
に
は
『
文
章
達

徳
録
』
に
見
る
文
・
詩
に
も
興
味
と
関
心
を
持
ち
惣
じ
て
哲
学
・

文
学
・
芸
術
の
何
れ
に
も
通
じ
た
広
い
人
間
性
を
生
涯
の
目
標
と

＠
 

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」
と
し
、
「
捏
裔
の
学
統
を
結
論
的
に
決

定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
は
姜
坑
の
学
問
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら

函）

な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

阿
部
氏
は
、
恨
腐
の
学
問
と
朝
鮮
儒
学
と
の
密
接
な
関
係
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
「
恨
腐
の
形
成
し
た
学
問
・
学
風

は
、
日
本
の
近
世
儒
学
の
創
成
者
に
ふ
さ
わ
し
い
独
自
の
も
の
で

⑳
 

あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
朝
鮮
や
明
の
学
問
そ
の
ま
ま
で
は
な
」
＜
、

「
和
漠
に
わ
た
り
、
宋
明
儒
学
、
国
文
学
を
蔽
う
広
汎
な
も
の
で
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最
後
に
、
裡
窓
に
対
し
て
い
か
な
る
歴
史
的
評
価
が
な
さ
れ
て

き
た
か
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
荻
生
祖
裸
に
よ
っ
て
、
裡

嵩
は
、
王
仁
•
吉
備
真
備
·
菅
原
道
真
と
並
ん
で
「
学
宮
に
戸
祝

@

＠

 

す
と
雖
も
可
な
り
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
「
経
学
の
宗
師
」
・
「
今

＠

⑮

 

ノ
学
問
ス
ル
人
ノ
先
師
宗
匠
」
・
「
後
世
文
学
の
祖
」
・
「
創
業
の

⑱

@

 

人
」
と
い
う
よ
う
な
評
価
か
ら
、
「
京
学
一
派
を
樹
立
」
・
「
江
戸

儒
学
思
想
の
一
濫
腸
」
・
「
徳
川
文
運
の
各
分
野
に
亙
っ
て
清
新
な

⑲
 

る
先
駆
的
役
割
を
果
し
得
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
具
体
的
に

⑳
 

「
近
世
儒
学
の
開
祖
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。さ

ら
に
今
中
氏
は
、
近
世
儒
学
の
魁
け
で
あ
り
排
仏
帰
儒
を
最

初
に
行
っ
た
人
と
い
う
現
在
の
学
界
の
定
説
を
否
定
さ
れ
る
。
裡

窟
学
は
、
羅
山
学
と
は
反
対
で
、
「
既
成
政
権
に
批
判
的
な
市
民

五

⑩
 

あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
金
谷
氏
は
、
羅
山
に
よ
っ
た
「
恨
窟
答
問
」
や
「
行
状
」

な
ど
を
重
視
す
る
立
場
で
な
く
、
『
寸
鉄
録
』
．
『
大
学
要
略
』
な

ど
の
著
作
と
、
『
文
集
』
中
の
詩
文
な
ど
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、

握
腐
の
儒
学
思
想
を
検
討
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
握
腐
の
儒

学
思
想
は
宋
•
明
の
性
理
の
学
の
伝
統
を
う
け
る
と
は
い
え
、
よ

り
多
く
朋
の
心
学
の
流
れ
の
上
に
あ
り
、
そ
の
問
題
関
心
は
現
実

の
実
践
的
な
倫
理
課
題
に
あ
っ
て
、
宇
宙
論
的
な
問
題
を
ふ
く
む

＠
 

哲
学
的
な
思
索
の
問
題
に
は
な
か
っ
た
」
と
要
約
さ
れ
て
い
る
。

那
波
魯
堂
著
寛
政
一
―

原
三
右
衛
門
著

『
大
日
本
文
庫
儒
教
篇
』
一
九
三
六
年
春
陽
堂
書
店
こ
の
文

庫
は
左
を
底
本
と
し
て
い
る
。
文
化
―
―
―
-
（
一
八
一
六
）
年
九
月
新
鍋

江
戸
書
林
慶
元
堂
擁
万
堂
梓
行
本

③
『
日
本
朱
子
学
派
之
哲
学
』
冨
山
房

② ①注

一九
0
五
年

（
一
七
九
九
）
年

大
阪
書
房
崇
高
堂

的
人
間
性
の
拡
充
と
存
養
を
主
張
し
、
大
陸
か
ら
人
民
解
放
軍
の

導
入
さ
え
辞
さ
な
い
と
い
う
烈
し
い
在
野
的
、
野
党
的
倫
理
を
唱

R
 

道
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
金
谷
氏
は
、
恒
腐
の
折
衷
的
包
摂
的
な
立
場
は
、
中
国
の

新
し
い
各
派
の
儒
学
を
公
平
に
日
本
の
思
想
界
に
紹
介
し
、
江
戸

儒
学
の
は
な
ば
な
し
い
開
花
は
、
捏
腐
に
お
い
て
そ
の
種
子
が
ま

か
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
始
め
て
、
江
戸
儒
学

の
開
祖
と
し
て
の
性
格
が
正
当
に
把
握
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
評

R
 

さ
れ
て
い
る
。

以
上
恒
腐
の
研
究
史
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
初
期
に
は
、
日
本

儒
学
史
の
な
か
の
一
儒
学
者
と
し
て
、
研
究
対
象
で
あ
っ
た
の

が
、
近
世
儒
学
史
と
く
に
林
羅
山
と
の
関
係
で
捏
腐
の
思
想
が
検

討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
太
田
兵
三
郎
氏
の

編
集
に
な
る
『
藤
原
捏
裔
集
』
二
巻
は
、
捏
裔
研
究
の
基
礎
資
料

を
網
羅
し
て
い
る
。
私
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、

恒
腐
の
書
翰
を
中
心
に
、
資
料
を
再
検
討
し
、
今
日
的
な
見
地
か

ら
恨
嵩
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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一
九
三
八
・
-
―
―

④
『
日
本
宋
学
史
』
梁
江
堂
書
店
一
九
〇
九
年

⑤
『
藤
原
恒
腐
集
』
二
巻
国
民
精
神
文
化
研
究
所

九
年

⑥
『
本
邦
儒
学
史
論
孜
』
全
国
書
房
一
九
四
四
年

⑦
『
日
本
宋
学
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
一
九
六
二
年

⑧
『
近
世
日
本
政
治
思
想
の
成
立
』
創
文
社
一
九
七
二
年

⑨
『
日
本
朱
子
学
と
朝
鮮
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
六
五
年

⑩
『
日
本
思
想
大
系
28

藤
原
恨
腐
・
林
羅
山
』
岩
波
書
店
一
九

七
五
年

⑪
播
磨
国
龍
野
城
主
、
後
但
馬
国
竹
田
城
主
と
な
る
。
恨
腐
の
後
援
者

で
あ
る
。
関
ヶ
原
の
戦
い
の
時
、
亀
井
弦
矩
の
識
言
に
よ
り
自
殺
す
る
。

⑫
『
羅
山
林
先
生
文
集
』
巻
ニ
―
七
五
頁
京
都
史
蹟
会
一
九
一

八
年

⑬
晋
州
の
人
で
、
字
は
睡
隠
。
慶
長
の
役
で
日
本
軍
に
捕
え
ら
れ
、
捕

胸
の
身
と
な
る
が
、
恨
腐
ら
の
援
助
で
帰
国
し
た
。
『
看
羊
録
』
の
著

が
あ
る
。

⑭
『
先
哲
叢
談
』
二
頁
「
問
姜
坑
」
は
、
『
恨
腐
先
生
文
集
』
巻
十

に
あ
る
。

⑮
南
浦
の
字
で
あ
る
。

⑯
『
日
本
教
育
史
資
料
』
五
四
三
一
頁
臨
川
書
店
一
九
七
二
年

⑰
『
続
々
群
書
類
従
』
第
十
教
育
部
六
一
四
頁
国
書
刊
行
会
一

九
0
七
年

⑱
西
村
前
掲
書
一
八

0
頁
以
下

⑲
「
南
航
日
記
残
簡
」
（
『
藤
原
捏
寓
集
』
巻
下
―
―
―
七
七
頁
）

⑳
大
江
文
城
氏
も
『
聞
書
』
の
原
本
の
所
在
を
捜
さ
れ
た
が
、
何
等
の

手
が
か
り
も
無
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
大
江
前
掲
書
六
四
頁
）

⑳
大
江
前
掲
書
六
八
頁

⑫

同

右

六

九

頁

⑳
「
藤
原
惧
腐
に
就
い
て
」
（
『
藤
原
恨
窓
集
』
巻
上

⑳
和
島
前
掲
書
二
九
二
頁

⑮
阿
部
前
掲
書
六
九
頁

⑳
今
中
前
掲
書
四
九
頁

⑰
『
先
哲
叢
談
』
四
頁
、
太
田
前
掲
論
文
五
二
頁
、
阿
部
前
掲
書

八
九
頁

⑳
今
中
前
掲
書
―
―
二
五
頁

⑳
『
藤
原
恨
腐
集
』
巻
上
六
二
頁

R
井
上
前
掲
書
二
九
頁

⑪
太
田
前
掲
論
文
五
一
頁

⑫
今
中
前
掲
書
八
四
頁

R
大
江
前
掲
書
九
八
頁

⑭
太
田
前
掲
論
文
五
六
頁

R
今
中
前
掲
書
ニ
―
六
頁

R
和
島
前
掲
書
二
九
六
頁

⑰
今
中
前
掲
書
八
四
頁

⑱

同

右

八

四

頁

⑲
阿
部
前
掲
書
一
〇
八
頁

R

同

右

一

〇

八

頁

＠
「
藤
原
捏
腐
の
僑
学
思
想
」
（
『
日
本
思
想
大
系
28

羅
山
』
四
六
八
頁
）

⑫
「
与
都
＿
―
-
近
」
（
『
祖
裸
集
』
巻
二
七
）

⑬
『
学
問
源
流
』
四
丁

⑭

同

右

五

丁

藤
原
握
腐
・

C

林

四
七
頁
）
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⑱ ⑰ ⑯ ⑮ 

『
先
哲
叢
談
』
一
頁

井
上
前
掲
書
ニ
ニ
頁

大
江
前
掲
書
八
一
頁

同

右

八

二

頁

⑲ R R ⑲ 

太
田
前
掲
論
文
七
一
頁

阿
部
前
掲
書
―
―
―
―
―
頁

今
中
前
掲
書
一
五
九
頁

金
谷
前
掲
論
文
四
六
九
頁
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